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仔稚魚期の必須脂肪酸要求

　　魚類 の 必 須脂肪酸 （EFA）は 魚 種 に よ り異 な り，淡

水魚は 主 に n−6 系列の リノール酸と n
−3系列 の リノ レ

ン 酸 の 両者を，海水 魚 で は n −3系列 の高度不 飽和酸 ｛主

に エ イ コ サベ ン タ エ ン 酸 （EPA ） と ドコ サヘ キサ エ ン

酸 （DHA ）： n −3HUFA ｝ を 要 求 す る こ と が 分 か っ て い

る
。 しか し， 1990 年代に入 り，海産仔稚魚で は n −3HU −

FA の うち特 に DHA が 必 須 で あ り，こ の 脂肪酸は 魚 に

活 力 を 与え る （空気中 に露出させ るな どの ス トレス に 対

して 抵抗性があ る） こ と，また 要求性 は 魚種 に よ り異な

り，マ ダイ，ヒ ラ メ （要求量 は 餌 ・飼料中 1−1．6％）よ

り も ブ リ，シ マ ア ジ，マ ダ ラ （同，2 ％ 前後） と い っ

た 魚種 で 高 い こ とが 明 らか に な っ た 。 さ らに ， 仔稚魚 の

行動 に も影響を 及ぼ し，DHA を 含 ま ない 餌料 （アル テ

ミ ア）を与える と， ブ リは成群行動を示 さ な い こ とが わ

か っ た 。 そ して，DHA は 脳 ，網膜 さ ら に脊索 へ 選択的

に 取 り込 ま れ るだ け で な く，脳 の視蓋や 小脳冠な ど も大

き くす る作用 の あ る こ とが 明 ら か に な 一
， て き た 。

一

方 ， EPA は活力 に 対 す る効果 は 低 い が，　DHA に 対す

る節約効果 が み られ，特に，マ ダイ や ヒ ラ メ で は 成長 や

生 残率 に対 して ， EPA と DHA の 間 に 差 は な い
。 ま た ，

哺乳動物 の EFA と して 高 い 効力を有す る n−6 系列 の ア

ラキ ドン 酸 （AA ） は，　EPA や DHA よ り も少 な い 量 で

過剰投与 に よる と思わ れる悪影響が生 じ，そ の 必 要量は
EPA や DHA の 1！10程度とい われ て い る。な お，こ の

AA は フ ォ ス フ ァ チ ジル イノ シ トール に選択的 に取り込

まれ る。最近，EPA ，　DHA ，　AA の比率が 重要 との指摘

もあ り．今後の 課題 で あろ う 。　　（竹内俊郎 ・東水 大）

仔稚魚期における タウ リンの 必須性

　 魚類 は必 須 ア ミ ノ 酸 として 10種類 を 要求 す る が，ヒ

ラ メ仔稚魚を用 い た 最近 の 研究 に よ り， 非 必 須の 遊離 ア

ミノ 酸 で あ る タ ウ リ ン も要求す る よ うで ある。着底後の

ヒ ラ メ は ア ミ類 を 良 く摂餌 し，配合飼料 摂餌 区 に比較

し，優れ た成長 や 飼料効率を示す。そ こ で，こ の ア ミの

有効性を調べ る目的 で ア ミ成分 の分析を行 っ た と こ ろ，
ア ミ に は大量 の 遊離ア ミ ノ 酸が 含 ま れ，そ の 中で 特に タ

ウ リン が 主成分 で あ っ た 。 こ の タウ リソ を魚粉飼料に 添

加 し飼育 した とこ ろ，タウ リ ン 無添 加 魚粉飼料に 比較 し

優れ た 成長 と飼料効率を示す と と もに ，魚体中 の タ ウ リ

ン 含量 も増加する こ とがわかっ た。一
方，タ ウ リン 無添

加飼料で 飼育 した ヒ ラメ に は タ ウ リン 含量が 少 な く，代

わ りに メ チ オ ニ ン か らシ ス テ イ ン に代謝さ れ る過程 の 中

間代謝物 で あ る，シ ス タチ オ ニ ソ が増加 した。また ，タ

ウ リン を含有す る飼料 で飼 育された ヒ ラメ は ，摂餌の 際

の 機敏性 （離底時間が 短 い ）が天然魚と類似す る な ど，
行動面 に も影響を及 ぼ した。加 え て，ふ化後ヒ ラ メ魚体

中の タ ウ リ ン含 量 は 減少 し，特に配合飼料摂餌 に よ り著

し く減少するな どの 結果 か ら鑑 み，ヒ ラメ 仔稚魚に は タ

ウ リ ン が 必 須 で ある と推察された。 タ ウ リン は仔ネ コ や

乳幼児 に必 須で あ る とい われて お り，ヒ ラ メ仔 稚魚 に も

効果があ る こ とは 興 味深 い
。 今援他の 海水仔稚魚に 対す

る タ ウ リン の 効果 に 関す る検討 が期待され る 。

　　　　　　　　　　　　　　　（竹内俊郎 ・東 水 大）

バ ラス ト水に よ る有害微細藻の伝搬

　魚貝類 の 毒化 や，漁業被害を伴 う赤潮 を 引き起こ す有

害微細藻類 の 発生域が近年世界的 に広域化 して い る。こ

の 原因 に は，以 前からそ の海域 に発生 して い た 有 害藻 の

環境変化 に よ る顕在化 （み か けの広 域 化） と，他の 海域

か ら新た に移 入 して きた 真の 広域化 が あ り，特に 後者の

機構 と して 海流 な どの 自然現象と，バ ラ ス ト水 や魚貝類

移植 な どの 人間活動が 考 え られ て い る。こ の うちバ ラ ス

ト水 に よ る 伝搬 は，公海 に お け る 航行中の パ ラ ス ト水交

換以外に実行可能な 防除対策が ない こ とか ら，一
般に考

え られて い る よ り深刻な 問 題 を 含ん で い る。

　多 くの貨物船は荷降 ろ しに よ っ て 荷重 が 軽 くな る の

で，船倉や専 用 の タソ ク に海水を汲 み 上 げ て ，航行中に

船 の 安定を保 つ た め の バ ラ ス ト水 と して使 う。こ の バ ラ

ス ト水は 船が 荷積 み 港 に戻 っ た 際に は，新 た な 荷積 み に

伴 っ て排水され る。こ の た め，パ ラ ス ト水 と して 使用 し

た海水 に有害微細藻類 が入 っ て い た 場合，例 え ばバ ラ ス

ト水 を汲ん だ荷降ろ し港内で有害赤潮が発生 して い た場

合に は その 原因藻は 荷積み 港 に 移動し繁殖する 可能性 が

ある 。 オ
ー

ス トラ リ ア で発生 した GPtmnodinium　 catena 一
刧 班 や カナ ダの Heterosigma　akashiwo は バ ラ ス ト水 に

乗 っ て移動した可 能性 が高 い
。

　　　　　　　　　 （福代康夫 ・
東大ア ジ ア 生 物資源 ）

食品成分の ガラ ス転移

　ガ ラス 状態 の食 品 は 保存性 に 富 み，特有の テ ク ス チ ャ

ー
を持つ の で，近年急速 にそ の構造 と生成過程 に関心 が

持 た れ て い る 。 ガラ ス状態は 固体で は あ るが，分子 の 配

列は乱雑で あり，結晶固体とは 異なる特性を 持 つ 。ガ ラ

ス 状態 は （1）溶融 液体の 急速冷却 ，   ゲル 状物の 脱水 ，（3）

結晶物質 に 強 い 衝撃を加 え る，等 の 方法で 実現 で き る。
一

般的 な方法は （1）で あ り ， 結晶 とな る 前 に冷却に よ り分

子移動を停止 さ せ る。 こ の と き，溶 融 液 体 の 粘度は

10i‘
　Pa ・s で あ り，「固体」 と い え る。高粘度状態 は，温

度 と溶 質濃度 に よ っ て 決まる が ， ガ ラ ス化 に は 粘度 に応
じた 冷却速度が 必要 で あ り，低粘度 で は 急速冷却 が 条件

とな る。糖類や炭 水 化 物 は お お む ね こ の 方法 に よ っ て ガ

ラ ス 化 され る 。 凍結濃縮が起 こ る と部分的に ガ ラス化す
る場合が多い 。タ ン パ ク質の ガ ラ ス 化は  と考え られ
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